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京のアソビ

ほこら・お地蔵さん
1

日常でよく見かけるけれど、
日常的ではない空間やモノ。
そんな空間やモノを取り上げて、
日常に潜む非日常について
考えてみたい。

文・写真：坂木壽里、池井 健　 監修：魚谷繁礼

（一社
）京都

府建築
士会
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お地蔵さんとは。

一
口
に
お
地
蔵
さ
ん
と
い
っ
て
も
、

様
々
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
京
都
で
は

「
延
命
地
蔵
」、「
子
安
地
蔵
」、「
と
げ

抜
き
地
蔵
」、「
大
日
如
来
」
な
ど
を
よ

く
見
か
け
ま
す
。
お
地
蔵
さ
ん
と
は
い

っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

お
地
蔵
さ
ん
は
民
衆
の
道
祖
神
信
仰

が
仏
教
の
地
蔵
菩
薩
信
仰
と
習
合
し
た

後
、
平
安
時
代
に
白
河
天
皇
が
地
蔵
菩

薩
を
手
厚
く
加
護
す
る
な
ど
し
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
ひ
ろ
く
民
衆
に
広
ま
っ

て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
京
都
で
は
動
乱

や
天
変
地
異
と
い
っ
た
ま
る
で
地
獄
の

よ
う
な
出
来
事
が
た
び
た
び
お
こ
り
ま

し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
現
実
世
界
に
お

け
る
地
獄
か
ら
救
済
し
て
く
れ
る
と
い

う
こ
と
も
京
都
で
お
地
蔵
さ
ん
へ
の
信

仰
が
広
ま
っ
た
理
由
の
一
つ
と
い
え
ま

す
。ま

た
お
地
蔵
さ
ん
は
、
神
様
や
仏
様

と
違
い
、
ま
だ
修
行
中
の
身
で
悟
り
を

ひ
ら
い
て
い
な
い
よ
う
で
、
私
た
ち
に

と
っ
て
身
近
な
存
在
と
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
昔
の
人
に
と
っ
て
お
地
蔵

さ
ん
と
い
う
存
在
は
、
自
分
た
ち
の
近

く
で
見
守
っ
て
く
れ
て
い
て
、
自
分
た

ち
と
同
じ
目
線
で
願
い
を
聞
い
て
く
れ

た
り
、
身
代
わ
り
に
な
っ
て
く
れ
た
り

す
る
な
ど
、
と
て
も
親
し
み
深
い
存
在

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

京
都
市
内
を
歩
い
て
い
る
と
よ
く
見

か
け
る
ほ
こ
ら
。
路
地
に
ひ
っ
そ
り
あ

っ
た
り
、
近
代
的
な
建
物
に
入
り
込
ん

で
い
た
り
と
様
々
な
か
た
ち
で
出
会
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
そ
こ
ら
中
に
あ
る

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
見
落
と
し

が
ち
な
ほ
こ
ら
。
そ
し
て
そ
れ
ら
ほ
こ

ら
の
中
に
お
地
蔵
さ
ん
が
い
ま
す
。

京
都
の
街
は
、
ほ
こ
ら
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
京
都
ら
し
い
古
都
の
雰
囲

気
を
一
層
感
じ
る
事
が
で
き
、
な
お
か

つ
昔
か
ら
の
日
常
の
時
間
を
思
え
る
気

が
し
ま
す
。
何
気
な
い
路
地
の
奥
に
ほ

こ
ら
が
あ
る
だ
け
で
、
た
だ
長
屋
が
並

ん
で
い
る
場
所
と
い
う
だ
け
で
は
な
く

て
、
お
地
蔵
さ
ん
が
そ
こ
で
ず
っ
と
見

続
け
て
き
た
京
都
の
昔
か
ら
の
時
間
や

生
活
を
感
じ
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
そ
し
て
近
代
的
な
建
物
に
ほ

こ
ら
が
あ
る
と
、
ど
こ
の
都
市
で
も
見

か
け
る
よ
う
な
よ
く
あ
る
建
物
が
、
京

都
だ
け
の
特
別
な
雰
囲
気
を
も
っ
た
建

物
に
見
え
て
き
ま
す
。

ほ
こ
ら
が
あ
る
こ
と
で
街
が
よ
り
奥

行
き
が
あ
る
も
の
に
感
じ
ま
す
。
何
か

特
別
な
も
の
で
は
な
く
て
、
昔
か
ら
見

慣
れ
た
ほ
こ
ら
だ
か
ら
こ
そ
、
ず
っ
と

変
わ
ら
な
い
も
の
を
自
然
に
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

し
て
日
常
の
中
に
ふ
い
に
非
日
常
が
現

れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
常
に
潜
む
ほ
こ
ら
。

（一社
）京都

府建築
士会
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京
都
の
街
の
あ
ち
こ
ち
に
た
く
さ
ん

の
ほ
こ
ら
が
あ
り
、
お
年
寄
り
か
ら
小

さ
な
子
供
ま
で
、
あ
ま
り
形
式
な
ど
に

と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
に
い
つ
で
も
す
ぐ

に
祈
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

神
社
や
お
寺
は
そ
れ
そ
の
も
の
が
特

別
な
場
所
に
設
え
ら
れ
た
非
日
常
な
空

間
で
、
神
様
や
仏
様
を
拝
む
た
め
に
は

私
た
ち
は
自
ら
そ
う
し
た
非
日
常
の
場

所
に
出
向
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
神
様
や
仏
様
は
人
間
と
は
住

む
世
界
が
違
い
、
ほ
ど
遠
い
能
力
を
持

っ
て
い
た
り
悟
り
を
開
い
た
り
し
て
い

る
の
で
、
決
し
て
身
近
な
存
在
と
は
い

え
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
ほ
こ
ら
は
、
私
た
ち

が
日
常
的
に
生
活
し
て
い
る
街
の
中
に

紛
れ
込
ん
で
い
て
、
お
地
蔵
さ
ん
を
拝

む
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
非
日
常
の
空
間
に

出
向
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
お

地
蔵
さ
ん
は
ま
だ
悟
り
を
開
い
て
い
な

い
た
め
か
身
近
な
存
在
と
い
え
そ
う
で

す
。
普
段
の
生
活
を
お
く
る
街
の
な
か

に
ほ
こ
ら
が
あ
っ
て
、
お
地
蔵
さ
ん
が

い
る
と
い
う
の
は
、
日
常
と
非
日
常
が

同
じ
空
間
に
同
居
し
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ま
す
。

祈
り
願
う
場
所
と
し
て
の

ほ
こ
ら
。

明
治
４
年
に
地
蔵
撤
去
の
布
令
、
同

５
年
に
地
蔵
盆
の
禁
止
令
が
出
さ
れ
る

な
ど
、
お
地
蔵
さ
ん
は
明
治
時
代
に
は

廃
仏
毀
釈
に
よ
る
受
難
の
時
代
を
迎
え

ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
、
川
の
底
や
井

戸
の
中
底
な
ど
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら

隠
さ
れ
て
い
た
お
地
蔵
さ
ん
が
発
見
さ

れ
、
再
び
人
々
の
生
活
に
寄
り
添
う
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
個
人
を
重
ん

じ
る
風
潮
が
目
立
っ
て
き
た
１
９
７
０

年
代
に
は
、
地
蔵
盆
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
形
成
の
重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
仕
事
や
生

活
ス
タ
イ
ル
が
多
様
化
し
て
い
る
現
代

で
は
、
町
内
の
人
々
な
ど
他
人
と
関
わ

る
機
会
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

地
蔵
盆
は
、
た
だ
の
季
節
的
な
伝
統
的

な
行
事
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
地
域

に
住
む
お
年
寄
り
か
ら
小
さ
な
子
供
ま

で
が
一
同
に
出
会
え
る
現
代
に
お
い
て

は
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
機
会
に
自
然
と
町
内
に
は

ど
ん
な
子
供
が
い
て
ど
う
い
う
人
が
住

ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
防
犯

の
役
割
を
も
果
た
し
そ
う
で
す
。

最
近
で
は
車
が
通
れ
な
い
と
い
う
理

由
で
ほ
こ
ら
の
屋
根
の
一
部
を
切
除
し

た
り
、
建
物
の
建
て
替
え
に
よ
り
行
き

場
を
失
っ
た
り
し
た
ほ
こ
ら
が
発
生
し

た
り
、
町
内
で
の
維
持
が
大
変
に
な
っ

た
お
地
蔵
さ
ん
を
お
寺
に
預
け
る
と
い

っ
た
事
例
も
増
え
て
き
た
そ
う
で
す
。

一
方
、
景
気
が
良
い
と
き
に
は
た
く
さ

ん
の
ほ
こ
ら
が
新
調
さ
れ
た
り
修
復
さ

れ
た
り
し
た
そ
う
で
す
。

ほ
こ
ら
や
お
地
蔵
さ
ん
は
ず
っ
と
私

た
ち
の
生
活
と
隣
り
合
わ
せ
で
、
時
代

や
人
々
の
こ
こ
ろ
を
反
映
し
て
き
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
歩

い
て
い
て
も
見
落
と
し
て
し
ま
い
そ
う

な
く
ら
い
地
味
で
す
が
、
実
は
ず
っ
と

か
た
ち
を
変
え
つ
つ
も
私
た
ち
の
生
活

に
寄
り
添
っ
て
き
た
ほ
こ
ら
と
お
地
蔵

さ
ん
。

ほ
こ
ら
と
お
地
蔵
さ
ん
は
、
時
間
の

流
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
タ
イ
ム

マ
シ
ン
の
よ
う
で
も
あ
り
、
京
都
の
都

市
空
間
を
よ
り
一
層
豊
か
に
す
る
さ
り

げ
な
い
装
置
で
も
あ
り
、
実
用
的
な
役

割
も
担
い
、
そ
し
て
時
代
を
反
映
す
る

バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
も
あ
り
そ
う
で
す
。

ほ
こ
ら
が
日
常
か
ら
無
く
な
っ
て
も
困

ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
ほ

こ
ら
が
あ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
の
日
常

は
少
し
豊
か
に
な
り
、
そ
の
豊
か
さ
は

私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
豊
か
さ
だ
と

感
じ
ま
す
。

現代の私たちとほこら・お地蔵さんとのカンケイ。

1
9
8
9
年
生
ま
れ
　
ラ
ジ
オ
局
で
番
組
の
企
画
、
編
成
に
携
わ
る

傍
ら
、現
代
に
お
け
る
伝
統
産
業
の
あ
り
方
の
再
発
見
に
取
り
組
む

さ
か
き
・
じ
ゅ
り

1
9
7
8
年
生
ま
れ
　
建
築
設
計
事
務
所
、
写
真
事
務
所
を
主
宰
す

る
傍
ら
、大
学
等
で
非
常
勤
講
師
を
務
め
る

い
け
い
・
た
け
し

●参考文献／竹内 泰、1994、聖祠の配置に関する研究～京都の都市空間と地蔵～、京都大学大学院 （一社
）京都

府建築
士会
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ところで、ほこらはどこでだれがどのように作っているのでしょうか？
職人さんにお話を伺いたいと思います。

神
具
店
で
は
元
々
ど
の
よ
う
な
も

の
を
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
す

か
？

元
々
神
具
店
で
は
、
神
社
や
企
業
、

家
庭
で
お
使
い
に
な
る
も
の
、
お
祭
り

で
お
使
い
に
な
る
も
の
、
皇
室
関
係
で

お
使
い
に
な
る
も
の
を
主
に
製
作
し
て

い
ま
し
た
。

昔
か
ら
神
具
、
仏
具
の
両
方
を
製

作
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
？

神
道
、
仏
教
関
係
な
く
ど
ち
ら
の
も

の
も
作
っ
て
い
ま
し
た
。
お
寺
で
も
お

稲
荷
さ
ん
を
祀
っ
た
り
し
て
い
る
よ
う

に
、昔
は
神
様
も
仏
様
も
一
緒
で
し
た
。

地
方
に
行
け
ば
仏
具
屋
さ
ん
が
神
様
の

道
具
も
つ
く
ら
れ
ま
す
。
神
具
と
仏
具

と
に
分
か
れ
て
い
る
の
は
京
都
だ
け
だ

と
思
い
ま
す
。
私
の
と
こ
ろ
で
も
仏
具

屋
さ
ん
に
神
棚
を
納
め
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

ほ
こ
ら
や
お
社
の
扉
の
中
身
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

神
座
で
す
。
浜
床
の
上
に
厚
畳
を
敷

き
、
そ
の
上
に
帳
台
を
安
置
す
る
八
重

畳
、
龍
鬢
、
茵
、
御
霊
代
を
奉
安
し
、

お
お
い
で
覆
っ
て
い
ま
す
。

ほ
こ
ら
を
ひ
と
つ
つ
く
る
の
に
ど

れ
く
ら
い
か
か
り
ま
す
か
？

も
の
に
よ
り
ま
す
が
、
大
体
一
ヶ
月

か
ら
三
ヶ
月
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

年
間
ど
れ
く
ら
い
の
ほ
こ
ら
の
仕

事
の
依
頼
が
あ
り
ま
す
か
？

３
、
４
つ
程
依
頼
が
あ
り
ま
す
。
多

い
と
き
は
５
つ
程
あ
り
ま
す
。
大
体
地

蔵
盆
に
む
け
て
新
し
く
つ
く
っ
た
り
、

修
復
し
た
り
し
ま
す
。

全
て
神
具
店
で
つ
く
ら
れ
て
い
る

の
で
す
か
？

全
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
か
ら
彫

刻
、
銅
板
、
檜
皮
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
の
職
人
さ
ん
に
頼
む
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

京
都
な
ら
で
は
の
ほ
こ
ら
の
形
や

様
式
は
あ
り
ま
す
か
？

ま
た
、
お
地
蔵
さ
ん
に
よ
っ
て
ほ

こ
ら
の
デ
ザ
イ
ン
が
変
わ
っ
た
り

は
し
ま
す
か
？

京
都
な
ら
で
は
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
で
す
が
、今
は
（
む
く
り
の
つ
い
た
）

丸
い
感
じ
の
屋
根
の
方
が
お
地
蔵
さ
ん

が
入
る
の
に
や
わ
ら
か
い
感
じ
が
す
る

と
い
う
こ
と
で
人
気
が
あ
り
ま
す
。

デ
ザ
イ
ン
は
好
み
や
予
算
に
よ
り
ま

す
が
、
製
作
す
る
神
具
店
に
関
係
な
く

大
体
同
じ
よ
う
な
も
の
が
多
い
で
す
。

お
地
蔵
さ
ん
に
よ
っ
て
ほ
こ
ら
に
つ
け

る
紋
が
違
い
ま
す
。

現
在
の
町
内
の
方
に
と
っ
て
、ほ
こ

ら
や
お
地
蔵
さ
ん
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

お
地
蔵
さ
ん
は
子
供
の
守
り
神
な
の

で
、
町
内
で
大
切
に
守
っ
て
い
ま
す
。 

町
内
に
２
つ
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
を
男
の

子
と
女
の
子
と
に
分
け
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
最
近
で
は
建
物
の
建
て
替
え
な

ど
に
よ
り
ほ
こ
ら
の
設
置
場
所
が
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
地
蔵
盆
の
時
期
ま
で

お
地
蔵
さ
ん
を
お
寺
に
預
け
て
い
る
町

内
も
あ
り
ま
す
。
壬
生
寺
で
は
地
蔵
盆

の
と
き
だ
け
お
地
蔵
さ
ん
を
貸
し
出
し

た
り
も
し
て
い
ま
す
。
世
の
中
の
状
況

が
変
わ
り
、
ほ
こ
ら
が
道
路
の
一
角
に

あ
る
こ
と
で
車
の
出
し
入
れ
が
し
に
く

い
と
い
う
理
由
で
、
屋
根
の
一
部
を
切

っ
て
小
さ
く
し
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
他
の
職
人
さ
ん

が
製
作
さ
れ
た
ほ
こ
ら
を
切
る
こ
と
は

し
の
び
な
い
の
で
お
断
り
し
て
い
ま
す
。

ほ
こ
ら
の
設
置
場
所
が
な
く
な
っ
て
し

ま
い
、
交
代
で
町
内
の
人
の
家
の
中
に

保
管
さ
れ
る
お
地
蔵
さ
ん
も
い
ま
す
が
、

子
供
の
守
り
神
な
の
で
守
っ
て
い
こ
う

と
思
っ
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
で
す
。

㈲牧神祭具店
大正７年頃創業。牧武夫さん
の息子さんで3代目になる。
各神社の遷宮にも携わるなど
幅広く活躍されている。

〒602-8061
京都府京都市上京区油小路通
上長者町上ル甲斐守町121
TEL 075-441-7533
FAX 075-451-5043

（一社
）京都

府建築
士会
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日常でよく見かけるけれど、
日常的ではない空間やモノ。
そんな空間やモノを取り上げて、
日常に潜む非日常について
考えてみたい。

文・写真：坂木壽里、池井 健　 監修：魚谷繁礼

京のアソビ

鳥居
2

（一社
）京都

府建築
士会
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鳥居の起源と意味

鳥
居
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

り
、
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
イ
ン
ド
仏
教
に
み
ら
れ
る

ト
ラ
ナ
と
い
わ
れ
る
門
や
、
中
国
の
華

表
や
鳥
竿
と
い
う
標
柱
、
雲
南
省
と
ミ

ャ
ン
マ
ー
と
の
国
境
地
帯
に
住
む
ア
カ

族
が
悪
人
や
悪
霊
の
出
入
り
を
防
ぐ
役

割
と
し
て
村
の
入
り
口
に
建
て
た
鳥
の

木
彫
り
を
冠
し
た
門
（
ロ
ッ
コ
ン
）
な

ど
海
外
に
そ
の
起
源
を
求
め
る
説
が
あ

り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
日
本
神
話
に
登

場
す
る
天
照
大
神
が
岩
屋
に
こ
も
ら
れ

た
際
、
そ
の
岩
戸
の
前
に
木
を
立
て
て

ニ
ワ
ト
リ
を
鳴
か
せ
た
こ
と
を
起
源
と

す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

語
源
に
つ
い
て
も
、「
通
り
居
る
門
」

か
ら
鳥
居
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
す
る
説
や
、
元
々
建
築
用
語
と
し
て

存
在
し
て
い
た
「
ト
リ
イ
」
と
い
う
言

葉
（
奈
良
時
代
に
は
高
欄
の
横
木
の
最

上
部
の
も
の
が
鳥
居
桁
と
呼
ば
れ
て
い

た
）
が
平
安
時
代
初
期
に
は
神
社
の
門

を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
説
な

ど
、
諸
説
あ
り
ま
す
。

現
在
の
日
本
で
は
一
般
的
に
、
鳥
居

は
人
間
界
と
神
域
を
わ
け
る
境
界
の

門
、
目
印
、
結
界
な
ど
と
し
て
の
意
味

が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
そ
の
他
に
も
、
路
上
で
の
放
尿

や
不
法
投
棄
防
止
の
目
的
で
壁
面
に
鳥

居
の
絵
を
描
い
た
り
す
る
例
が
み
ら

れ
、
そ
う
し
た
目
的
で
使
用
す
る
場
合

は
、
本
来
の
鳥
居
を
そ
の
ま
ま
の
か
た

ち
で
使
う
の
は
恐
れ
多
い
と
い
う
理
由

で
下
の
横
架
材
を
上
の
横
架
材
よ
り
も

長
く
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

鳥
居
に
は
、
大
き
く
分
け
て
ふ
た
つ

の
形
式
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
は
照
り
や
反
り
が
特
徴
の
明

神
鳥
居
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
照
り
や
反

り
が
施
さ
れ
て
い
な
い
神
明
鳥
居
で

す
。
ま
た
、
神
社
や
信
仰
す
る
も
の
の

違
い
に
よ
っ
て
、
色
や
か
た
ち
、
細
部

の
つ
く
り
な
ど
に
は
さ
ら
に
多
く
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。

明
神
鳥
居
の
例
と
し
て
は
、
高
さ
24

メ
ー
ト
ル　
幅
18
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
平

安
神
宮
の
大
鳥
居
や
、
伏
見
稲
荷
大
社

の
稲
荷
鳥
居
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
伊
勢
鳥
居
と
も
呼
ば
れ
る
神

明
鳥
居
の
例
と
し
て
は
、
全
国
の
八
幡

社
で
み
ら
れ
る
八
幡
鳥
居
や
京
都
は
太

秦
に
あ
る
木
嶋
神
社
の
三
柱
鳥
居
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
御
金
神
社
の
金
色
の

鳥
居
、
大
酒
神
社
の
八
角
の
鳥
居
、
伏

見
稲
荷
に
あ
る
途
中
で
切
れ
て
い
て
く

ぐ
れ
な
い
鳥
居
な
ど
、
一
口
に
鳥
居
と

い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
が
あ
り
ま

す
。

様
々
な
鳥
居

途中で切れた鳥居（伏見稲荷大社） 八角の鳥居（大酒神社） 金色の鳥居（御金神社）

神明鳥居（神明神社） 明神鳥居（平安神宮）

（一社
）京都

府建築
士会
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1
9
8
9
年
生
ま
れ　

ラ
ジ
オ
局
で
番
組
の
企
画
、
編
成
に
携
わ
る

傍
ら
、現
代
に
お
け
る
伝
統
産
業
の
あ
り
方
の
再
発
見
に
取
り
組
む

さ
か
き
・
じ
ゅ
り

1
9
7
8
年
生
ま
れ　

建
築
設
計
事
務
所
、
写
真
事
務
所
を
主
宰
す

る
傍
ら
、大
学
等
で
非
常
勤
講
師
を
務
め
る

い
け
い
・
た
け
し

京
都
の
街
で
は
神
社
以
外
に
も
、
街

の
一
角
に
あ
る
鳥
居
、
塀
や
外
壁
の
足

元
に
あ
る
鳥
居
、
百
貨
店
の
屋
上
に
あ

る
鳥
居
な
ど
様
々
な
と
こ
ろ
で
鳥
居
を

見
か
け
ま
す
が
、
そ
の
先
に
何
か
神
聖

な
も
の
が
実
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
何
気
な

い
街
並
み
の
中
に
あ
っ
て
こ
う
し
た
存

在
感
を
持
つ
鳥
居
は
、
あ
る
種
の
違
和

感
と
い
っ
て
も
良
い
雰
囲
気
を
つ
く
り

出
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
こ
の
違
和

感
が
本
来
の
鳥
居
の
も
つ
意
味
と
重
な

り
、
鳥
居
の
向
こ
う
に
心
理
的
に
神
聖

な
何
か
を
生
み
出
す
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。例

え
ば
一
見
何
の
変
哲
も
な
い
石
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
前
に
鳥
居
を

建
て
る
事
に
よ
っ
て
そ
れ
が
神
聖
な
も

の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
わ
た
し
は
子
供
の
こ
ろ

か
ら
鳥
居
を
見
る
と
わ
く
わ
く
し
ま

す
。
そ
れ
は
鳥
居
の
奥
に
不
思
議
な
空

間
を
感
じ
、
現
実
の
世
界
と
は
異
な
る

物
語
の
よ
う
な
も
の
を
想
像
す
る
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。

街
中
の
鳥
居

現
代
の
街
に
は
常
に
気
の
張
っ
た
慌

た
だ
し
い
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
人
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
仕
事
で
忙
し
く
あ

っ
と
い
う
間
に
一
日
が
終
わ
っ
た
り
、

あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
情
報
や
モ
ノ
ば
か

り
が
蔓
延
す
る
毎
日
に
ア
タ
マ
も
コ
コ

ロ
も
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
り
し
が
ち
で

す
。
そ
ん
な
日
常
生
活
を
送
る
街
の
空

間
に
鳥
居
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
実
の
世
界
で
は
感
じ
る
こ
と
の

で
き
な
い
、
物
語
の
中
に
入
っ
て
い
け

る
よ
う
な
、
不
思
議
で
神
聖
な
空
間
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
窮
屈
に
な
っ
た

ア
タ
マ
と
コ
コ
ロ
を
少
し
だ
け
解
放
し

て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

鳥
居
が
つ
く
り
だ
す
空
間
は
、
日
常

に
寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
存
在
す
る
祠

と
は
対
照
的
に
、
街
中
に
溢
れ
て
い
る

雑
多
な
コ
ト
や
モ
ノ
か
ら
離
れ
ら
れ
る

非
日
常
と
し
て
の
余
白
を
あ
た
え
、
コ

コ
ロ
の
な
か
で
自
由
に
想
像
し
拡
張
で

き
る
空
間
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
無
駄
と

思
わ
れ
る
空
間
こ
そ
が
、
生
き
る
中
で

の
ゆ
と
り
と
な
り
人
々
の
生
活
を
豊
か

に
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
よ
く
見
か
け
る
鳥
居

や
変
わ
っ
た
か
た
ち
を
し
た
鳥
居
、
小

さ
な
鳥
居
や
巨
大
な
鳥
居
な
ど
、
京
都

に
は
い
ろ
い
ろ
な
鳥
居
が
あ
り
ま
す

が
、
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
皆
そ

れ
ぞ
れ
が
独
特
の
存
在
感
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

特
に
明
神
鳥
居
は
、
日
常
で
は
な
か

な
か
見
か
け
る
こ
と
の
な
い
朱
色
を
し

て
お
り
、
そ
の
照
り
を
維
持
す
る
為
に

塗
り
替
え
ら
れ
た
り
建
替
え
ら
れ
た
り

す
る
そ
う
で
す
。

こ
う
し
て
与
え
ら
れ
る
質
感
は
、
ど

朱
と
照
り

ち
ら
か
と
い
う
と
時
間
の
経
過
に
よ
っ

て
良
い
雰
囲
気
が
出
て
く
る
と
い
う
も

の
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
日
常
の
時
間
の

流
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
何
か
し
ら

特
別
な
も
の
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
他
に
も
、
私
た
ち
が
日
常
生
活

で
見
か
け
る
多
く
の
も
の
と
異
な
り
、

鳥
居
の
か
た
ち
は
物
理
的
な
使
い
勝
手

で
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
大
き
さ
も
様
々
で
す
。

こ
の
よ
う
に
鳥
居
の
色
や
照
り
、
か

た
ち
や
大
き
さ
な
ど
は
私
た
ち
の
日
常

生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
成

立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

が
鳥
居
に
独
特
の
存
在
感
を
与
え
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
ま
す
。
大
き
な
鳥
居
は
足
下
を
饅
頭

型
の
セ
メ
ン
ト
で
固
め
ま
す
。

（一社
）京都

府建築
士会
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ところで、鳥居はどこでだれがどのように作っているのでしょうか？
伏見稲荷大社の千本鳥居をつくられている職人さんにお話を伺いました。

㈲長谷川工務店
伏見稲荷がご鎮座されて1300
年あまり。その当時から宮大
工として鳥居や神具関係の製
作に携わっており、伏見稲荷
大社からは長谷川權太夫とい
う名前も賜っている。

〒602-8061
京都府京都市東山区本町
22丁目508
TEL 075-561-2013

戦
後
に
神
社
が
奉
納
と
し
て
鳥
居
を

募
り
は
じ
め
て
か
ら
増
え
て
き
た
と
先

代
か
ら
聞
い
て
お
り
ま
す
。
個
人
や
会

社
な
ど
が
奉
納
し
て
い
ま
す
。
今
の
時

代
は
少
な
い
で
す
が
、
昭
和
、
や
は
り

バ
ブ
ル
の
時
期
が
特
に
多
か
っ
た
で

す
。あ

く
ま
で
も
奉
納
で
す
が
、
広
告
と

し
て
考
え
る
企
業
も
い
る
と
思
い
ま

す
。 伏

見
稲
荷
大
社
の
鳥
居
は

い
つ
か
ら
増
え
て
き
た
の
で
す

か
？

つ
く
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
最
近
は
景
気
の
悪
化
や
信
仰
心
が

薄
れ
た
為
か
、
新
し
く
小
鳥
居
が
奉
納

さ
れ
る
こ
と
が
減
り
、
荒
れ
た
ま
ま
放

置
さ
れ
て
い
る
塚
も
で
て
き
て
い
ま

す
。 祠

に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
な

小
鳥
居
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
の

で
す
か
？

は
い
。
平
安
時
代
か
ら
今
の
色
だ
と

聞
い
て
い
ま
す
。
た
だ
時
代
に
よ
っ
て

塗
料
や
光
沢
感
な
ど
に
多
少
の
違
い
は

あ
り
ま
す
。

昔
か
ら
稲
荷
鳥
居
は

朱
色
で
す
か
？

材
料
選
び

基
本
的
に
伏
見
稲
荷
の
ご
神
木
で
あ

る
杉
の
木
を
使
用
し
ま
す
。
ど
こ
の
山

に
ど
の
木
が
あ
る
か
を
常
に
把
握
し
て

お
り
、
大
き
な
鳥
居
用
の
木
の
選
定
に

は
自
ら
山
に
行
き
、
土
質
、
伐
り
旬
、

倒
し
方
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
ま

た
鳥
居
の
柱
は
２
本
あ
る
の
で
、
大
き

さ
に
関
係
な
く
同
じ
条
件
の
木
材
を
選

ぶ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

材
料
の
加
工

木
材
を
八
角
形
に
製
材
し
た
う
え
で

丸
か
ん
な
な
ど
を
使
い
丸
く
し
ま
す
。

腐
り
に
く
く
す
る
為
に
足
元
を
焼
き
、

透
明
と
朱
色
の
２
種
類
の
防
腐
剤
を
塗

り
ま
す
。
横
架
材
や
屋
根
な
ど
柱
以
外

の
部
品
も
加
工
し
ま
す
。

文
字
入
れ

自
社
の
職
人
が
彫
刻
刀
を
使
っ
て
手

彫
り
し
ま
す
。

塗
装昔

は
朱
を
ニ
カ
ワ
で
溶
い
て
い
ま
し

た
が
、
今
は
油
で
溶
い
て
い
ま
す
。
光

沢
の
あ
る
綺
麗
な
仕
上
に
す
る
た
め

に
、
油
の
配
合
を
変
え
て
５
回
塗
り
ま

す
。

組
立す

べ
て
の
部
品
を
麓
か
ら
担
い
で
搬

入
し
、
穴
を
掘
っ
て
水
平
、
垂
直
を
確

認
し
な
が
ら
土
を
戻
す
掘
立
で
組
み
立

て
ま
す
。
そ
の
際
、
名
前
や
年
月
日
の

文
字
が
山
（
神
様
）
側
に
向
く
よ
う
に

し
ま
す
。
大
き
な
鳥
居
は
足
下
を
饅
頭

型
の
セ
メ
ン
ト
で
固
め
ま
す
。

稲
荷
鳥
居
の
製
作
工
程
を

聞
き
ま
し
た
。

朽
ち
て
き
た
鳥
居
は
、
奉
納
者
に
連

絡
し
て
処
分
し
ま
す
。
山
の
入
り
口
近

く
の
鳥
居
も
奥
の
方
の
鳥
居
も
す
べ
て

伏
見
稲
荷
大
社
内
に
あ
る
処
分
場
に
持

っ
て
い
き
ま
す
。

処
分
場
で
は
鳥
居
だ
け
で
は
な
く
灯

籠
や
お
札
な
ど
も
含
め
て
、
神
主
さ
ん

が
お
払
い
を
し
て
か
ら
お
炊
き
上
げ
し

ま
す
。

古
く
な
っ
た
鳥
居
は

ど
う
さ
れ
る
の
で
す
か
？

少
し
で
も
長
持
ち
す
る
よ
う
に
、
鳥

居
を
奉
納
す
る
場
所
に
よ
っ
て
木
材
や

加
工
を
変
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
精
一

杯
心
を
込
め
て
仕
事
を
す
る
、
目
に
見

え
な
い
所
ま
で
丁
寧
に
や
る
、
奉
納
し

た
方
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
つ
く

る
こ
と
を
信
念
に
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
続
け
て
い
く
こ
と
、
継
承
す
る
こ
と

が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

鳥
居
つ
く
り
の
信
念
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

（一社
）京都

府建築
士会



日常でよく見かけるけれど、
日常的ではない空間やモノ。
そんな空間やモノを取り上げて、
日常に潜む非日常について
考えてみたい。

文・写真：坂木壽里、池井 健　 監修：魚谷繁礼

京のアソビ

梵
ぼん

鐘
しょう

3
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身の回りの音　人工の音　梵鐘の音

お
店
の
B
G
M
、
雨
の
音
、
車
が
走

る
音
、
料
理
を
す
る
音
、
お
祭
り
の
お

囃
子
、
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打

つ
音
な
ど
、
身
の
回
り
に
は
た
く
さ
ん

の
音
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
自
然
が
つ
く

り
だ
す
音
も
あ
れ
ば
、
人
が
つ
く
り
だ

す
音
も
あ
り
ま
す
。

人
工
の
音
で
あ
る
音
楽
な
ど
は
、
今

で
は
聴
き
た
い
と
き
に
C
D
や
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
や
ス
マ

ー
ト
ホ
ン
な
ど
で
い
つ
で
も
聴
く
こ
と

が
出
来
ま
す
。
し
か
し
音
を
再
生
す
る

機
械
が
発
明
さ
れ
る
ま
で
は
、
音
楽
は

演
奏
さ
れ
て
い
る
場
所
に
自
ら
聴
き
に

行
か
ね
ば
な
ら
ず
、
他
の
多
く
の
音
に

つ
い
て
も
音
が
生
ま
れ
る
そ
の
場
所
に

居
合
わ
せ
な
け
れ
ば
聴
く
こ
と
が
で
き

な
い
、
身
近
と
い
う
よ
り
は
貴
重
な
存

在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
時
代
か
ら
各
地
に
数
多

く
存
在
し
て
き
た
梵
鐘
は
、
そ
の
姿
が

「
坐
し
た
仏
の
姿
な
り
」
と
い
わ
れ
、

そ
の
音
が
「
仏
様
の
御
声
」
と
い
わ
れ

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
仏
様

の
説
法
を
多
く
の
人
々
に
届
け
る
と
い

う
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
他
に
例
を
み

な
い
ほ
ど
広
範
囲
に
渡
っ
て
音
を
響
か

せ
て
き
た
、
数
少
な
い
身
近
な
音
を
生

む
道
具
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

日
本
製
の
梵
鐘
と
し
て
は
、
京
都
は

妙
心
寺
に
あ
る
６
９
８
年
に
製
造
さ
れ

た
も
の
が
最
古
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
梵

鐘
の
寿
命
は
長
く
、
高
台
寺
の
梵
鐘
は

４
０
０
年
ほ
ど
同
じ
音
色
で
使
用
で
き

た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
そ
の
音
色
は
障

害
物
が
な
け
れ
ば
１
㎞
ほ
ど
先
ま
で
届

く
と
い
わ
れ
て
お
り
、
現
代
の
よ
う
に

音
楽
再
生
プ
レ
イ
ヤ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
の
通
信
機
器
が
な
い
時
代
に

お
い
て
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
こ

れ
ほ
ど
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
き

た
人
工
の
音
は
他
に
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

梵
鐘
の
役
割
の
ひ
と
つ
に
、
時
を
知

ら
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

現
代
で
は
時
間
を
知
り
た
い
と
き
は

時
計
を
見
て
確
認
を
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、
時
計
ば
か
り
を
見
て
い
る

と
時
間
に
縛
ら
れ
て
急
か
さ
れ
る
よ
う

な
気
持
ち
に
な
っ
た
り
、
１
日
が
慌
し

く
過
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
な
感
覚
に
な
っ

た
り
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

梵
鐘
も
、
朝
と
夕
方
な
ど
決
ま
っ
た

時
間
を
知
ら
せ
る
た
め
に
鳴
ら
し
ま
す

が
、
梵
鐘
の
音
は
な
ぜ
か
急
か
さ
れ
る

よ
う
な
気
持
ち
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
朝

を
知
ら
せ
る
鐘
の
音
で
は
、
朝
の
澄
ん

だ
空
や
、
い
き
い
き
と
し
た
鳥
の
鳴
き

声
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
り
、
夕
方

を
知
ら
せ
る
鐘
の
音
な
ら
動
と
静
の
狭

間
、
赤
と
青
の
混
ざ
っ
た
夕
焼
け
を
ふ

と
見
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
普
段
見
落

と
し
が
ち
な
身
の
回
り
の
何
気
な
い
も

の
の
美
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

普
段
な
に
も
考
え
ず
に
過
ご
し
て
い

る
日
常
の
中
で
、
空
間
に
響
き
渡
る
鐘

の
余
韻
が
聞
こ
え
て
く
る
間
は
こ
の
世

と
あ
の
世
が
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も

思
え
る
し
、
す
ぅ
ー
っ
と
日
常
に
溶
け

て
消
え
て
い
く
鐘
の
音
が
、
時
間
は
永

遠
で
は
な
く
、
不
変
だ
と
感
じ
て
し
ま

う
日
常
が
実
は
非
日
常
と
隣
り
合
わ
せ

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
鐘

の
音
に
気
付
い
た
と
き
は
既
に
そ
れ
は

余
韻
で
あ
り
、
鐘
の
音
は
、
音
そ
の
も

の
よ
り
も
音
の
余
韻
の
そ
の
後
の
日
常

の
た
め
の
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
教
会
で
鳴
ら
さ

れ
る
鐘
や
モ
ス
ク
か
ら
流
れ
る
コ
ー
ラ

ン
が
音
そ
の
も
の
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
と
対
照
的
で

す
。
そ
し
て
お
寺
の
鐘
は
何
か
答
え
あ

る
こ
と
が
ら
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な

く
、
自
分
自
身
が
何
か
想
う
き
っ
か
け

を
自
然
と
そ
っ
と
与
え
て
く
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

梵
鐘
の
音
が
持
つ
効
果
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1
9
8
9
年
生
ま
れ
　
ラ
ジ
オ
局
で
番
組
の
企

画
、編
成
に
携
わ
る
傍
ら
、現
代
に
お
け
る
伝
統
産

業
の
あ
り
方
の
再
発
見
に
取
り
組
む

さ
か
き
・
じ
ゅ
り

1
9
7
8
年
生
ま
れ
　
建
築
設
計
事
務
所
、
写
真

事
務
所
を
主
宰
す
る
傍
ら
、
大
学
等
で
非
常
勤
講

師
を
務
め
る

い
け
い
・
た
け
し

に
思
い
ま
す
。

現
代
に
お
い
て
は
高
性
能
な
ス
ピ
ー

カ
ー
や
拡
声
器
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

が
、
梵
鐘
の
よ
う
に
非
常
に
広
範
囲
に

渡
っ
て
音
を
届
け
る
と
同
時
に
近
く
で

聞
い
て
も
心
地
よ
い
音
を
つ
く
る
と
い

う
の
は
難
し
い
よ
う
で
す
。

現
代
の
音
響
機
器
か
ら
は
感
じ
と
る

こ
と
が
難
し
い
音
の
揺
ら
ぎ
を
も
っ
て

い
た
り
、
大
勢
の
人
々
と
心
地
よ
い
生

の
音
を
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
共
有

で
き
た
り
す
る
こ
と
は
梵
鐘
の
大
き
な

特
徴
の
ひ
と
つ
で
す
。

音
を
受
け
継
ぐ

普
遍
的
な
存
在

こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
て
き
た
祠
と

鳥
居
は
、
日
常
の
中
に
非
日
常
を
つ
く

り
出
す
モ
ノ
と
し
て
昔
か
ら
現
代
ま
で

受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
モ

ノ
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
に

は
か
た
ち
や
材
料
な
ど
に
い
く
つ
も
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
が
、
梵

鐘
に
は
そ
う
し
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は

あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
梵
鐘
が
見
た
目
や
か
た
ち

を
重
要
視
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
と

い
う
よ
り
、
音
の
こ
こ
ち
よ
さ
や
音
の

つ
く
り
だ
す
空
間
、
つ
ま
り
音
の
生
み

出
す
現
象
そ
の
も
の
が
大
切
に
受
け
継

が
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。祠

や
鳥
居
と
異
な
り
、
梵
鐘
の
つ
く

り
出
す
非
日
常
空
間
は
、
こ
ち
ら
か
ら

の
ア
ク
セ
ス
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
あ
る

範
囲
に
お
い
て
あ
る
一
定
の
時
間
つ
く

り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ

く
り
出
し
て
い
る
の
は
音
そ
の
も
の
だ

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

梵
鐘
は
土
の
型
か
ら
作
ら
れ
ま
す
。

梵
鐘
が
出
来
上
が
る
と
土
を
再
利
用
す

る
た
め
に
、
型
を
壊
し
て
し
ま
う
そ
う

で
す
。
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
梵
鐘
が

出
来
上
が
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
梵
鐘

は
二
度
と
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
す
。

そ
こ
で
重
要
な
の
が
職
人
さ
ん
た
ち

の
耳
で
あ
り
、
心
地
よ
い
と
感
じ
る
音

を
伝
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

文
化
や
生
活
の
仕
方
が
変
わ
っ
て
も

心
地
よ
い
と
感
じ
る
音
は
大
き
く
変
わ

ら
ず
、
従
っ
て
古
く
昔
か
ら
梵
鐘
の
伝

え
る
音
も
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
ま
ま
で

す
。絵

画
や
彫
刻
だ
け
で
な
く
、
人
々
の

感
覚
に
訴
え
か
け
る
人
工
物
は
実
に
多

く
あ
り
、
求
め
ら
れ
る
も
の
も
時
代
や

社
会
に
よ
っ
て
様
々
で
す
が
、
梵
鐘
は

非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
な
が
ら
い
つ

の
時
代
も
ど
ん
な
人
に
も
響
く
音
を
生

み
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味

で
梵
鐘
の
音
が
つ
く
り
出
す
空
間
は
、

人
々
に
と
っ
て
普
遍
的
な
存
在
で
あ
る

と
い
え
そ
う
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
梵
鐘
の
音
の
性

質
に
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
梵

鐘
の
音
の
大
切
な
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し

て
余
韻
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
余

韻
が
２
分
ほ
ど
続
く
梵
鐘
も
あ
る
そ
う

で
す
。
そ
し
て
そ
の
余
韻
の
中
に
は
１

／
f
ゆ
ら
ぎ
と
い
う
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ

に
も
み
ら
れ
る
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
の
あ

る
周
波
数
が
含
ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

日
々
暮
ら
し
て
い
て
、
鐘
の
音
に
気

付
く
と
き
も
あ
る
し
気
付
か
な
い
と
き

も
あ
り
ま
す
。
た
だ
鐘
は
毎
日
同
じ
時

間
に
鳴
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ち
よ

い
音
の
余
韻
を
広
く
遠
く
ま
で
響
か
せ

る
と
い
う
こ
と
が
梵
鐘
に
課
せ
ら
れ
た

最
重
要
の
課
題
で
あ
り
、
梵
鐘
が
存

在
す
る
意
味
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

共
有
さ
れ
る
梵
鐘
の
音

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
梵

鐘
を
鳴
ら
す
と
一
度
に
多
く
の
人
々
へ

同
じ
音
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
時
に
広
範
囲
に
渡
っ
て
音
が
ひ
と
つ

の
空
間
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
こ
と
も

で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
音
は

遠
い
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
音
色
で
す
。

多
く
の
人
々
に
と
っ
て
心
地
よ
く
、
心

に
そ
っ
と
入
っ
て
き
ま
す
。
音
の
意
味

を
問
わ
れ
た
り
、
難
し
い
理
屈
を
求
め

ら
れ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、

無
限
に
広
が
る
こ
と
が
で
き
る
こ
こ
ろ

の
余
白
部
分
を
刺
激
し
て
く
れ
る
よ
う
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ところで、鐘はどこでだれがどのように作っているのでしょうか?
職人さんにお話を伺いたいと思います。

岩澤の梵鐘㈱
昭和19年創業。現社長岩澤比
呂始で二代目となる。国内、国
外含めこれまでに約5千口の
梵鐘を納めてきている。

〒616-8134
京都市右京区太秦唐渡町22
TEL 075-871-1001
FAX 075-872-8186

銅
と
ス
ズ
の
配
合
の
加
減
と
、
肉
厚

で
変
わ
り
ま
す
。
肉
厚
は
厚
い
と
低
く

て
、
薄
い
と
高
い
音
に
な
り
ま
す
。

鐘
の
音
色
は

何
で
決
ま
り
ま
す
か
？

木
型
や
、
へ
ら
押
し
作
業
に
よ
っ
て

決
ま
り
ま
す
。
木
型
を
使
っ
て
土
の
型

を
つ
く
り
、
そ
こ
に
銅
と
錫
を
流
し
て

つ
く
り
ま
す
。

模
様
は
ど
の
よ
う
に

決
ま
る
の
で
す
か
？

木
型
職
人
さ
ん
や
、
仏
像
な
ら
仏
師

さ
ん
に
た
の
み
ま
す
。
そ
れ
に
昔
か
ら

受
け
継
い
で
い
る
色
々
な
種
類
の
木
型

が
あ
り
ま
す
。
依
頼
主
の
要
望
を
う
け

て
特
注
で
新
し
く
つ
く
っ
た
り
も
し
ま

す
。 木

型
職
人
さ
ん
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
？

見
た
目
は
鋳
型
の
形
、成
型
の
具
合
、

銅
と
錫
を
溶
か
す
温
度
で
き
ま
り
ま

す
。
大
体
１
１
０
０
度
く
ら
い
の
温
度

で
つ
く
り
ま
す
。
温
度
が
低
い
と
型
の

模
様
な
ど
が
綺
麗
に
で
な
い
で
す
。

鐘
の
見
た
目
は

何
で
決
ま
り
ま
す
か
？

再
利
用
し
ま
す
。
何
十
年
、
何
百
年

と
、
元
の
土
に
も
ど
し
て
再
利
用
し
て

い
ま
す
。
で
す
の
で
、
同
じ
鐘
は
二
度

と
で
き
な
い
で
す
。

型
で
つ
か
わ
れ
た
土
は
、鐘
が

で
き
た
後
ど
う
な
る
の
で
す
か
？

建
物
が
な
い
状
態
な
ら
1
〜
2
キ
ロ

ほ
ど
響
き
渡
り
ま
す
。
今
は
も
う
ご
覧

の
と
お
り
住
宅
街
な
の
で
、
数
百
メ
ー

ト
ル
も
届
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

鐘
の
音
は
ど
れ
く
ら
い
の
範
囲
で

響
き
渡
り
ま
す
か
？

全
く
お
な
じ
音
や
見
た
目
の
梵
鐘
を

お
つ
く
り
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す

が
、
こ
ち
ら
に
置
い
て
い
る
梵
鐘
を
見

て
頂
い
て
、
ご
要
望
に
応
じ
な
が
ら
お

つ
く
り
し
ま
す
。

注
文
さ
れ
る
と
き
に
音
色
や
音
の

大
き
さ
を
指
定
さ
れ
ま
す
か
？

そ
れ
は
あ
ま
り
関
係
な
い
で
す
。
た

だ
山
の
上
か
平
地
か
に
よ
っ
て
音
の
大

き
さ
が
違
っ
た
り
、
禅
宗
は
高
い
音
が

好
ま
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

ま
ち
ま
ち
な
の
で
す
べ
て
に
あ
て
は
ま

る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
。

鐘
の
音
色
で
仏
教
的
な
意
味
合
い

な
ど
が
変
わ
っ
た
り
し
ま
す
か
？

音
色
で
す
。
長
年
働
い
て
い
る
と
、

些
細
な
音
の
違
い
が
ど
ん
ど
ん
わ
か
っ

て
き
ま
す
。

つ
く
る
と
き
は
音
色
と
見
た
目

ど
ち
ら
を
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

鐘
を
撞
い
た
初
め
の
打
撃
音
を
ア
タ

リ
、
そ
れ
に
続
く
高
音
を
オ
シ
、
最
後

ま
で
続
く
余
韻
を
オ
ク
リ
と
い
い
ま

す
。
こ
の
ア
タ
リ
・
オ
シ
・
オ
ク
リ
の

三
拍
子
が
揃
っ
た
音
が
い
い
で
す
。「
じ

ゃ
ん
」
っ
て
い
う
割
れ
た
音
は
だ
め
で

す
。「
ウ
ォ
ー
ン
」
と
か
「
ゴ
ー
ン
」

っ
て
い
う
余
韻
の
あ
る
音
が
い
い
で

す
。
余
韻
は
長
け
れ
ば
長
い
ほ
う
が
い

い
で
す
。
鐘
の
音
は
お
釈
迦
様
が
説
法

さ
れ
る
声
、
獅
子
吼
の
説
法
と
か
言
い

ま
す
の
で
、
余
韻
が
あ
る
よ
う
な
幅
広

く
世
間
に
響
き
渡
る
梵
鐘
の
音
色
の
ほ

う
が
い
い
で
す
。

余
韻
の
長
さ
や
音
の
高
低
な
ど
、

梵
鐘
の
ベ
ス
ト
な
音
は

あ
り
ま
す
か
？
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日常でよく見かけるけれど、
日常的ではない空間やモノ。
そんな空間やモノを取り上げて、
日常に潜む非日常について
考えてみたい。

文・写真：坂木壽里、池井 健　 監修：魚谷繁礼

京のアソビ

提灯
4
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提灯の歴史・日用品としての提灯

提
灯
は
元
々
中
国
か
ら
仏
具
の
ひ

と
つ
と
し
て
渡
来
し
た
も
の
だ
と
い

わ
れ
て
お
り
、
当
初
は
竹
か
ご
に
和
紙

を
張
っ
た
だ
け
で
折
り
畳
み
の
で
き

な
い
簡
単
な
も
の
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

提
灯
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
最
も

古
い
文
献
は
１
０
８
５
年
の
『
朝
野
群

載
』
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
、
同
じ
く
最

も
古
い
絵
画
資
料
は
１
５
３
６
年
の

『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
（
巻
第
五
）』
の
よ

う
で
、
こ
ち
ら
に
は
既
に
折
り
畳
み
が

で
き
、
か
ご
状
で
な
い
提
灯
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
の
安
土
桃
山
時
代

か
ら
江
戸
時
代
初
め
頃
、
祭
礼
や
戦
場

で
大
量
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
と
も
に
、
軽
く
て
携
帯
に
便
利
な
提

灯
が
主
流
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
頃
ま
で
は
提
灯
は
ま
だ
上
流

階
級
の
人
々
だ
け
が
使
用
す
る
に
と

ど
ま
り
庶
民
の
間
に
は
広
ま
っ
て
お

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

江
戸
時
代
中
期
頃
に
ろ
う
そ
く
が

大
量
生
産
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ

れ
に
あ
わ
せ
て
提
灯
も
家
の
灯
り
や

携
帯
用
の
灯
り
な
ど
様
々
な
か
た
ち

で
庶
民
の
生
活
に
浸
透
し
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
お
盆
の
供
養
に
提
灯

を
使
う
風
習
も
こ
の
頃
浸
透
し
て
い

っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
頃
の
提
灯
は
、

現
代
で
の
門
灯
や
懐
中
電
灯
の
よ
う

な
存
在
で
あ
り
、
提
灯
屋
さ
ん
は
い
う

な
れ
ば
街
の
電
気
屋
さ
ん
の
よ
う
に

日
常
生
活
に
不
可
欠
な
存
在
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

電
気
に
よ
る
照
明
が
一
般
的
と
な
っ

た
現
代
に
お
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
昔
の
よ
う
に
日
用
品
と
し
て
提
灯
を

使
用
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
気
を
つ
け
て
見
て
み
る

と
京
都
の
街
で
は
実
に
多
く
の
提
灯
を

見
か
け
ま
す
。
良
い
も
の
が
数
多
く
あ

り
ま
す
。

南
座
の
入
り
口
の
前
に
は
「
南
座
」

と
書
か
れ
た
赤
い
大
き
な
提
灯
が
下
げ

ら
れ
て
お
り
、
祇
園
の
街
で
は
茶
店
だ

っ
た
頃
を
偲
ば
せ
る
八
つ
の
串
団
子
が

描
か
れ
た
赤
い
提
灯
が
、
先
斗
町
で
は

昔
の
鴨
川
に
た
く
さ
ん
い
た
と
さ
れ
る

千
鳥
の
模
様
が
描
か
れ
た
提
灯
が
そ
れ

ぞ
れ
軒
下
に
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
他

に
も
、
数
あ
る
飲
み
屋
の
前
な
ど
に
赤

や
白
の
様
々
な
提
灯
が
下
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

こ
れ
ら
の
提
灯
は
街
の
区
別
を
示
し

た
り
、
建
物
の
用
途
を
示
し
た
り
と
い

う
サ
イ
ン
と
し
て
も
機
能
し
て
い
ま

す
。
電
気
が
な
い
時
代
に
は
現
代
の
ネ

オ
ン
サ
イ
ン
の
よ
う
に
照
明
と
看
板
を

兼
ね
る
も
の
と
し
て
実
用
さ
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
サ
イ
ン
と
し
て
の
役
割
だ

け
な
ら
ば
現
代
に
お
い
て
は
も
っ
と
安

価
で
効
率
も
よ
く
耐
久
性
の
高
い
も
の

が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
こ
う
し
た
街
中
の
提
灯

は
、
劇
場
の
入
口
を
灯
す
こ
と
で
非
日

常
の
空
間
へ
の
高
揚
感
を
高
め
た
り
、

柔
ら
か
い
光
を
夜
の
繁
華
街
に
灯
す
こ

と
で
街
に
妖
艶
さ
を
与
え
た
り
、
居
酒

屋
の
入
口
を
そ
っ
と
灯
す
こ
と
で
暖
簾

の
向
こ
う
の
賑
や
か
で
楽
し
い
空
間
を

想
起
さ
せ
た
り
な
ど
、
単
な
る
サ
イ
ン

に
と
ど
ま
ら
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

現
代
の
提
灯
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江
戸
時
代
中
期
以
降
提
灯
は
庶
民
の

間
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
背

景
に
は
江
戸
時
代
に
夜
間
の
外
出
が
厳

し
く
取
り
締
ま
ら
れ
、
外
出
時
に
は
提

灯
を
携
帯
す
る
こ
と
や
各
家
に
提
灯
を

常
備
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
夜
間
の
街
に
灯
り
が
ほ

と
ん
ど
な
く
非
常
に
暗
か
っ
た
た
め
で

あ
り
、
そ
こ
は
庶
民
に
と
っ
て
は
日
常

生
活
と
切
り
離
さ
れ
た
闇
の
異
空
間
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
中

で
携
帯
す
る
提
灯
の
灯
り
は
、
ま
さ
に

「
月
夜
に
提
灯
」
の
と
お
り
、
月
光
に

も
劣
る
非
常
に
暗
い
灯
り
で
、
非
日
常

の
闇
の
中
に
人
が
存
在
す
る
た
め
の
小

さ
な
灯
り
と
し
て
、
元
来
の
神
聖
さ
を

伴
っ
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

提
灯
の
も
つ
そ
う
し
た
効
果
は
、
夜

の
街
が
日
常
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
代

の
人
に
と
っ
て
も
健
在
で
あ
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。
煌
々
と
あ
た
り
を
照
ら
す

電
灯
は
夜
の
闇
を
消
し
去
る
力
を
も
っ

て
い
ま
す
が
、
提
灯
の
も
つ
弱
い
灯
り

は
辺
り
の
闇
を
非
日
常
の
空
間
と
し
て

再
認
識
さ
せ
、
そ
こ
と
自
分
と
を
繋
ぐ

儚
く
も
確
か
な
標
と
し
て
人
に
働
き
か

け
ま
す
。

当
た
り
前
に
過
ご
し
て
し
ま
い
が
ち

な
繰
り
返
し
や
っ
て
く
る
夜
の
闇
を
不

思
議
な
モ
ノ
に
感
じ
さ
せ
た
り
、
闇
を

も
っ
と
妖
艶
に
自
由
に
特
別
に
感
じ
さ

せ
た
り
し
て
く
れ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
現
代
の
周
辺
を
広
く
照
ら
す
電
灯

が
非
日
常
の
闇
を
消
し
去
り
日
常
に
変

え
る
た
め
の
道
具
だ
と
し
た
ら
、
炎
の

光
に
よ
っ
て
ゆ
ら
ゆ
ら
と
灯
る
提
灯
は

非
日
常
の
闇
の
中
に
人
が
入
る
た
め
の

道
具
で
あ
る
と
も
い
え
そ
う
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
提
灯

提
灯
は
元
来
の
お
祭
り
や
法
事
な
ど

で
の
使
用
に
加
え
て
、
庶
民
に
広
ま
っ

た
当
時
は
現
代
で
い
う
懐
中
電
灯
や
門

灯
の
よ
う
な
日
用
品
と
し
て
、
現
代
で

は
街
中
の
サ
イ
ン
と
し
て
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な

提
灯
は
昔
か
ら
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い

カ
タ
チ
や
つ
く
ら
れ
方
で
こ
の
先
も
受

け
継
が
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
し
、
そ

う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
提
灯
の
も
つ
独
特

の
あ
た
た
か
み
や
、
つ
く
り
出
す
幻
想

的
な
雰
囲
気
な
ど
に
は
、
こ
れ
か
ら
の

提
灯
の
新
し
い
使
わ
れ
方
や
カ
タ
チ
の

可
能
性
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。

電
灯
に
は
な
い
提
灯
に
あ
る
良
さ
を

活
か
し
た
、
非
日
常
の
闇
を
消
す
の
で

は
な
く
入
り
込
ん
で
楽
し
め
る
よ
う
な

装
置
と
し
て
、
新
し
い
灯
り
の
カ
タ
チ

が
伝
統
を
元
に
う
ま
れ
て
い
け
ば
良
い

と
思
い
ま
す
。

提
灯
が
う
み
だ
す
空
間

何
故
、
提
灯
の
灯
り
は
そ
の
よ
う
な

効
果
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
か
。

元
々
提
灯
が
庶
民
に
広
ま
る
以
前
は

仏
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
り
祭
礼
に
使

用
さ
れ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

示
す
よ
う
に
、
提
灯
に
は
照
明
と
し
て

の
役
割
だ
け
で
は
な
く
元
来
火
と
い
う

も
の
が
も
つ
神
聖
さ
を
引
き
出
す
道
具

と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
提
灯
は
非
日
常
の

空
間
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
重
要
な
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
ま

す
。

1
9
8
9
年
生
ま
れ
　
ラ
ジ
オ
局
で
番
組
の
企
画
、
編
成
に
携
わ
る

傍
ら
、現
代
に
お
け
る
伝
統
産
業
の
あ
り
方
の
再
発
見
に
取
り
組
む

さ
か
き
・
じ
ゅ
り

1
9
7
8
年
生
ま
れ
　
建
築
設
計
事
務
所
、
写
真
事
務
所
を
主
宰
す

る
傍
ら
、大
学
等
で
非
常
勤
講
師
を
務
め
る

い
け
い
・
た
け
し
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ところで、提灯はどこでだれがどのようにつくっているのでしょうか？
職人さんにお話を伺いました。

小嶋商店
寛政元年創業。現在の親方は9代
目にあたる小嶋護さん。
京都の伝統的な地張り提灯にこだ
わり、材料の選定から完成まで全
て手作りで製作している。

〒605-0971
京都府京都市今熊野椥ノ森町11-24
TEL 075-561-3546
FAX 075-541-9448

お
祭
り
用
と
看
板
が
多
い
で
す
。
最

近
は
い
ろ
ん
な
方
と
一
緒
に
オ
ブ
ジ
ェ

の
よ
う
な
提
灯
を
製
造
し
た
り
、
提
灯

製
作
の
体
験
会
を
催
し
た
り
も
し
て
い

ま
す
。

火
の
灯
り
の
ほ
う
が
綺
麗
に
感
じ
ま

す
。
祇
園
祭
の
と
き
に
路
地
な
ど
を
歩

い
て
い
る
と
今
で
も
何
軒
か
ろ
う
そ
く

の
灯
り
で
提
灯
を
だ
さ
れ
て
い
る
家
が

あ
り
ま
す
。
や
は
り
暗
い
で
す
が
雰
囲

気
と
し
て
は
抜
群
に
い
い
で
す
。
火
の

灯
は
電
球
と
比
べ
て
浮
い
て
い
る
よ
う

な
ふ
わ
ー
っ
と
し
た
温
か
い
灯
に
な
り

ま
す
。
街
灯
が
灯
っ
て
い
な
い
頃
は
と

て
も
綺
麗
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

ろ
う
そ
く
の
灯
り
と
電
球
の
灯
り

で
は
何
か
違
い
は
あ
り
ま
す
か
？

や
は
り
和
紙
を
通
し
た
あ
た
た
か
み

の
あ
る
灯
り
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
一

口
に
和
紙
と
い
っ
て
も
様
々
で
、
直
接

和
紙
職
人
さ
ん
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
っ

た
り
し
な
が
ら
薄
さ
や
強
さ
や
畳
み
や

す
さ
な
ど
、
提
灯
に
最
適
な
和
紙
を
探

し
て
仕
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

和
紙
以
外
の
、
例
え
ば
布
や
絹
な
ど

の
材
料
で
挑
戦
し
て
も
面
白
い
と
思
い

ま
す
。

提
灯
の
灯
り
の
良
さ
は
ど
う
い
う

と
こ
ろ
だ
と
お
考
え
で
す
か
？

小
嶋
商
店
で
は
伝
統
的
な
製
法
で
技

術
を
高
め
て
い
き
、
小
菱
屋
忠
兵
衛
で

は
色
々
な
分
野
の
方
と
新
し
い
提
灯
に

挑
戦
し
て
製
造
、
小
売
り
ま
で
や
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
元
々
提

灯
は
外
部
で
使
用
す
る
も
の
で
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
は
内
部
で
使
用
す
る
提

灯
な
ど
も
開
発
し
て
い
き
、
自
分
た
ち

が
つ
く
っ
た
提
灯
が
ど
ー
ん
と
ホ
テ
ル

や
お
店
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
提
灯
の

灯
り
そ
の
も
の
を
見
て
も
ら
え
る
よ
う

に
な
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

提
灯
を
ど
の
よ
う
に
残
し
て

い
き
た
い
と
お
考
え
で
す
か
？

提
灯
の
骨
を
、
一
本
の
竹
を
螺
旋
状

に
巻
い
て
つ
く
る
「
巻
骨
式
」
で
は
な

く
、
一
本
ず
つ
輪
に
し
て
麻
糸
で
固
定

す
る
「
地
張
り
式
」
に
こ
だ
わ
っ
て
製

造
し
て
い
ま
す
。
提
灯
の
需
要
が
少
な

い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
他
の
提
灯
と
区

別
す
る
た
め
に
材
料
や
京
地
張
り
の
製

法
を
守
り
つ
く
り
続
け
て
い
こ
う
と
思

っ
て
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
現
状
の
技

術
に
満
足
せ
ず
に
こ
れ
か
ら
も
技
術
や

材
料
な
ど
を
追
求
し
て
良
い
提
灯
を
つ

く
り
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
嶋
商
店
さ
ん
の
提
灯
の

こ
だ
わ
り
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
？

※
小
菱
屋
忠
兵
衛

 　

 

伝
統
的
な
提
灯
作
り
を
追
求
し
続
け
て
い
く

「
小
嶋
商
店
」と
並
行
し
て
、
提
灯
の
も
つ
良

さ
を
も
っ
と
自
由
に
生
か
し
た
提
灯
づ
く

り
に
挑
戦
し
て
い
く
た
め
の
ブ
ラ
ン
ド
。

　
四
代
目
ま
で
の
屋
号
を
採
用
。

年
間
の
依
頼
数
、依
頼
内
容
や

内
容
の
変
化
な
ど
を

 
教
え
て
く
だ
さ
い
。

代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
提
灯
の
型

が
あ
り
ま
す
が
、
新
た
に
特
注
で
つ
く

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
小

※

菱
屋
忠
兵
衛

で
は
琳
派
４
０
０
年
の
企
画
に
参
加
し

て
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
コ
ラ
ボ
し
て
新
し
い

か
た
ち
の
提
灯
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

提
灯
の
デ
ザ
イ
ン
や
か
た
ち
な
ど

は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
？

ま
た
面
白
い
、変
わ
っ
た
提
灯
は

あ
り
ま
す
か
？

9   Kyoto Dayori  December 2015 （一社
）京都

府建築
士会
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京のアソビ

墓
5

日常でよく見かけるけれど、
日常的ではない空間やモノ。
そんな空間やモノを取り上げて、
日常に潜む非日常について
考えてみたい。

文・写真：坂木壽里、池井 健　 監修：魚谷繁礼

（一社
）京都

府建築
士会
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京都の街なかの身近な石碑・お墓

さ
り
げ
な
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
が

多
い
石
碑
。
史
実
が
刻
ま
れ
た
石
碑
が

建
っ
て
い
る
場
所
で
は
、
す
で
に
当
時

の
姿
が
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
場
合
も
多
い
で
す
。

そ
の
よ
う
な
、
た
ま
た
ま
見
つ
け
た

石
碑
に
彫
ら
れ
た
過
去
の
事
実
を
見
た

と
き
に
、
私
は
現
代
の
景
色
か
ら
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
当
時
の
景
色
や
事
実

や
想
い
を
想
像
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
し

て
授
業
な
ど
で
習
っ
た
事
実
が
本
当
に

起
こ
っ
た
出
来
事
な
の
だ
と
い
う
こ
と

を
し
っ
か
り
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
石
碑
か
ら
は
、
あ
る
時
代
を

つ
く
っ
た
り
動
か
し
た
り
し
た
人
物
や

歴
史
上
の
重
要
な
事
件
が
起
こ
っ
た
場

所
な
ど
、
当
時
の
一
般
の
人
々
の
生
活

と
い
う
よ
り
は
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と
す

こ
し
特
別
な
過
去
の
存
在
を
感
じ
ま
す
。

石
碑
を
建
て
る
の
に
は
様
々
な
理
由

が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
当
時
の
歴
史
的

事
実
を
今
に
知
ら
せ
る
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
そ
の
瞬
間
に
た
ち
あ
い
後
継
し

て
き
た
人
々
の
様
々
な
想
い
を
後
世
に

残
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
想
い
が

石
の
中
に
時
を
封
じ
込
め
、
そ
の
石
を

現
代
と
当
時
と
を
つ
な
げ
る
装
置
の
よ

う
な
も
の
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

石
碑
の
も
つ
チ
カ
ラ
・

想
い
を
刻
む

木
屋
町
、
河
原
町
、
寺
町
、
東
山
、

岡
崎
、
御
所
周
辺
な
ど
、
京
都
で
は
繁

華
街
や
観
光
地
の
様
々
な
場
所
で
石
碑

や
お
墓
を
目
に
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
坂
本
龍
馬 

中
岡
慎
太

郎 

遭
難
之
地
（
近
江
屋
跡
）」
の
よ
う

に
学
校
の
授
業
で
習
う
よ
う
な
歴
史
に

ま
つ
わ
る
石
碑
（
①
）
が
河
原
町
通
沿

い
の
飲
食
店
の
前
に
さ
り
げ
な
く
あ
っ

た
り
、
岡
崎
に
あ
る
平
安
神
宮
の
前
に

は
「
平
安
神
宮
」
と
彫
ら
れ
た
存
在
感

の
あ
る
大
き
な
石
碑
（
②
）
が
建
っ
て

い
た
り
、
他
に
も
社
寺
仏
閣
ま
で
の
道

（
③
）
や
東
西
南
北
を
知
ら
せ
る
た
め

の
石
標
な
ど
が
様
々
な
場
所
に
あ
っ
た

り
し
ま
す
。

お
墓
も
ま
た
、
京
都
の
街
を
歩
い
て

い
る
と
様
々
な
場
所
に
ひ
っ
そ
り
と
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
賑

や
か
な
新
京
極
商
店
街
の
裏
に
は
歴
史

の
深
そ
う
な
墓
地
が
た
く
さ
ん
並
ん
で

い
ま
す
し
（
④
）、
子
供
た
ち
が
元
気

よ
く
遊
ぶ
住
宅
地
の
中
（
⑤
）
や
、
東

山
の
華
や
か
な
観
光
地
の
中
に
も
墓
地

が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

街
な
か
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
多
く
の

石
碑
や
お
墓
を
目
に
す
る
の
は
京
都
な

ら
で
は
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

新京極裏の墓地

●①●②

●③●⑤④

（一社
）京都

府建築
士会
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た
と
え
ば
石
碑
は
、
日
常
の
街
な
か

に
そ
れ
ぞ
れ
が
単
体
と
し
て
異
な
る
時

を
点
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
街
を
歩
い
て

い
る
人
に
偶
発
的
に
非
日
常
と
の
出
会

い
を
も
た
ら
し
ま
す
。
ま
た
お
墓
に
関

し
て
は
、
い
く
つ
も
の
時
が
そ
れ
ぞ
れ

の
墓
石
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
そ
の
よ

う
な
墓
石
が
多
数
集
合
し
た
墓
地
全
体

が
ま
る
で
様
々
な
時
が
地
層
の
よ
う
に

沈
殿
し
た
非
日
常
空
間
と
な
っ
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

石
碑
や
墓
石
が
そ
の
よ
う
な
想
い
や

時
を
閉
じ
込
め
る
た
め
の
も
の
だ
と
考

え
る
と
、
そ
の
材
料
と
し
て
古
く
か
ら

自
然
に
存
在
し
て
い
て
且
つ
風
化
し
に

く
い
石
と
い
う
材
料
が
選
択
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
納
得
が
い
き
ま
す
。
こ
の

事
実
や
人
物
へ
の
想
い
を
伝
え
た
い
。

そ
の
想
い
を
、
壊
れ
に
く
く
風
化
し
に

く
い
石
と
い
う
素
材
に
込
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
は
色
あ
せ
る
こ
と
の
な

い
過
去
の
ひ
と
つ
の
時
と
し
て
後
世
に

残
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
重
要
な
時
を
閉

じ
込
め
た
石
碑
や
多
く
の
有
名
無
名
な

人
の
時
が
沈
殿
し
て
い
る
墓
地
が
、

日
々
変
化
し
続
け
る
日
常
の
街
な
か
に

お
い
て
風
化
し
な
い
非
日
常
空
間
と
し

て
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
も
、
京
都
の

街
を
よ
り
不
思
議
で
魅
力
的
な
も
の
に

し
て
い
る
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

止
ま
っ
た
時
間
を

閉
じ
込
め
て
い
る
お
墓

人
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
永
久
に

流
れ
続
け
る
時
間
の
中
で
、
そ
の
人
の

時
間
だ
け
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
で

あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

生
き
て
い
た
頃
の
時
間
の
流
れ
や
そ

の
先
の
未
来
の
時
間
の
流
れ
か
ら
外
れ

て
、一
点
の
時
の
中
に
残
さ
れ
る
状
態
。

ど
ん
な
有
名
な
人
で
も
一
般
の
人
々
で

も
、
ど
ん
な
時
代
に
生
ま
れ
て
も
、
死

は
必
ず
訪
れ
ま
す
。

亡
く
な
っ
た
人
の
家
族
は
亡
く
な
っ

た
人
を
弔
い
、
止
ま
っ
た
時
間
と
と
も

に
故
人
の
記
憶
を
墓
石
に
閉
じ
込
め
ま

す
。
そ
う
し
て
建
て
ら
れ
た
墓
石
は
当

時
の
ま
ま
の
カ
タ
チ
で
、
流
れ
続
け
る

時
間
の
中
で
、
そ
こ
だ
け
時
を
止
め
た

ま
ま
、
ず
っ
と
残
り
続
け
ま
す
。

そ
し
て
色
々
な
時
代
の
お
墓
を
見
る

と
、
石
碑
が
示
す
よ
う
な
特
別
な
事
実

で
は
な
く
て
、
現
代
の
一
般
の
人
た
ち

と
変
わ
ら
な
い
人
間
が
あ
る
時
代
を
生

き
て
い
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
ま

す
。

1
9
8
9
年
生
ま
れ
　
ラ
ジ
オ
局
で
番
組
の
企
画
、
編
成
に
携
わ
る

傍
ら
、現
代
に
お
け
る
伝
統
産
業
の
あ
り
方
の
再
発
見
に
取
り
組
む

さ
か
き
・
じ
ゅ
り

1
9
7
8
年
生
ま
れ
　
建
築
設
計
事
務
所
、
写
真
事
務
所
を
主
宰
す

る
傍
ら
、大
学
等
で
非
常
勤
講
師
を
務
め
る

い
け
い
・
た
け
し

時
が
沈
殿
す
る
場
所

流
れ
続
け
て
い
る
時
間
の
中
で
、
そ

う
し
た
石
碑
や
お
墓
な
ど
、
そ
こ
だ
け

時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る

空
間
が
京
都
の
街
に
は
点
在
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
空
間
は
、
石
碑
や
お
墓

に
よ
っ
て
そ
こ
だ
け
人
工
的
に
時
が
閉

じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
も
い
え
そ

う
で
す
。
石
碑
や
お
墓
が
閉
じ
込
め
て

い
る
時
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
に
お

け
る
他
の
ど
の
時
と
も
混
ざ
り
合
う
こ

と
が
な
く
、
そ
れ
が
示
す
事
実
が
あ
っ

た
時
の
ま
ま
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
続
け

ま
す
。

（一社
）京都

府建築
士会
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ところで、石碑や墓石はどこでだれがどのようにつくっているのでしょうか？
専門家にお話を伺いました。

㈱芳村石材店
享保年間創業。北白川村で石工
として業を興し、現在は建築石
材、墓石、石碑などの設計、加
工、施工を幅広く行う。初代茂
右衛門から数えて七代目。

〒602-8043
京都市上京区東堀川通椹木町上ル
五町目208
TEL 075-211-2711
FAX 075-211-2755

お
墓
は
地
域
で
京
都
型
、
大
阪
型
、

神
戸
型
と
別
れ
ま
す
。
墓
石
の
三
段
重

ね
は
同
じ
で
す
が
、
香
呂
や
供
物
台
の

形
が
違
い
ま
す
。
京
墓
石
の
特
徴
は
香

呂
が
三
味
線
バ
チ
の
形
を
し
て
い
て
、

供
物
台
が
小
さ
く
、
そ
の
後
ろ
の
穴
か

ら
納
骨
が
で
き
ま
す
。

京
都
の
お
墓
の
特
徴
な
ど
が

あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

自
然
の
中
で
の
耐
久
性
と
表
面
磨
き

の
美
し
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
か
ら
御

影
石
の
五
輪
塔
や
多
宝
塔
な
ど
も
あ
り

ま
し
た
が
、
普
及
し
始
め
た
の
は
大
正

以
降
で
、
特
に
近
年
の
石
材
加
工
機
械

の
発
展
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

墓
石
に
御
影
石
が
使
用
さ
れ
る
の

は
な
ぜ
で
す
か
？

手
加
工
が
主
流
だ
っ
た
昔
は
、
彫
刻

し
や
す
い
砂
岩
系
の
和
泉
石
が
良
く
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
御
影
石
が

基
本
で
す
。
中
で
も
京
墓
石
は
青
御
影

で
す
。
青
御
影
石
は
中
国
製
が
安
価
で

し
た
が
、
現
在
は
毎
年
価
格
が
上
っ
て

い
て
、
国
産
の
大
島
石
や
庵
治
石
に
戻

る
傾
向
も
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
石
碑

で
は
小
叩
き
を
し
た
白
御
影
も
良
く
使

わ
れ
ま
す
。

石
碑
・
墓
石
で
使
用
す
る
材
料
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

お
祀
り
さ
れ
る
方
の
想
い
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
今
の
自
分

が
在
る
の
は
両
親
の
お
陰
だ
か
ら
一
生

懸
命
に
供
養
し
た
い
と
い
う
場
合
で
も
、

高
級
墓
石
で
意
匠
性
に
優
れ
た
墓
地
を

つ
く
ら
れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
し
、
ま

た
、
厳
し
い
予
算
の
中
で
で
き
る
限
り

の
事
を
し
た
い
と
い
う
方
も
お
ら
れ
ま

す
。
ど
ち
ら
も
亡
き
人
へ
の
想
い
や
感

謝
の
心
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
墓
石
は
、

つ
く
る
こ
と
だ
け
が
目
的
で
は
な
く
、

つ
く
っ
た
後
に
供
養
を
続
け
、
後
世
に

想
い
を
繋
げ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切

か
と
思
い
ま
す
。
私
達
は
、
お
客
様
の

大
切
な
亡
き
人
へ
の
想
い
を
カ
タ
チ
に

す
る
大
事
な
仕
事
だ
と
い
う
信
念
を
持

っ
て
、
石
の
専
門
家
と
し
て
本
当
に
良

い
品
を
お
届
け
で
き
た
ら
と
、
心
か
ら

願
っ
て
お
り
ま
す
。

石
も
自
然
物
の
た
め
、
陽
光
や
雨
で

石
目
が
褪
せ
た
り
、
地
中
の
水
を
吸
い

色
が
濃
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
同

じ
石
で
も
品
質
差
が
あ
り
、
銘
石
の
大

島
石
等
は
五
等
級
も
あ
る
の
で
、
名
前

だ
け
で
安
い
石
を
選
ぶ
と
失
敗
し
ま

す
。
外
材
に
は
薬
を
塗
り
石
目
を
濃
く

し
た
石
も
あ
り
、
注
意
が
必
要
で
す
。

石
碑
や
墓
石
の
経
年
変
化
に
つ
い
て

は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
？

墓
石
・
石
碑
つ
く
り
で

一
番
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は

な
ん
で
す
か
？

昔
は
職
人
が
手
で
加
工
す
る
ノ
ミ
や

セ
ッ
ト
ウ
、
ビ
シ
ャ
ン
な
ど
の
道
具
が

使
わ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
年
前
後

か
ら
、石
材
加
工
の
機
械
化
が
始
ま
り
、

今
は
機
械
が
主
流
で
す
。

石
碑
・
墓
石
作
り
で
は

ど
の
よ
う
な
道
具
を
使
用
し
て

い
ま
す
か
？

作
業
工
程
で
一
番
難
し
い

と
こ
ろ
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ

で
す
か
？

建
築
石
材
、
墓
石
共
に
直
線
的
切
断

や
、
平
面
の
研
磨
は
機
械
化
で
問
題
あ

り
ま
せ
ん
が
、
曲
線
部
の
役
物
、
た
と

え
ば
墓
石
の
蓮
華
や
、
五
輪
塔
の
傘
等

は
技
術
と
セ
ン
ス
が
必
要
で
す
。
特
に

石
仏
彫
刻
は
、
日
本
人
作
家
に
よ
る
製

作
を
施
主
様
に
お
薦
め
し
て
い
ま
す
。

日
本
人
独
特
の
感
性
の
違
い
が
表
情
や

姿
に
出
る
た
め
、
据
え
て
か
ら
の
満
足

感
が
違
う
か
ら
で
す
。

（一社
）京都

府建築
士会
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自然

6
最終回

京のアソビ

日常でよく見かけるけれど、
日常的ではない空間やモノ。
そんな空間やモノを取り上げて、
日常に潜む非日常について
考えてみたい。

文・写真：坂木壽里、池井 健　 監修：魚谷繁礼

（一社
）京都

府建築
士会
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京都における自然

京
都
で
は
、
街
を
歩
い
て
い
て
日
常

的
に
自
然
を
目
に
し
ま
す
。
京
都
の
イ

メ
ー
ジ
と
い
う
と
寺
院
や
古
い
街
並
み

が
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に

も
例
え
ば
等
間
隔
に
カ
ッ
プ
ル
が
座
る

鴨
川
や
緑
に
溢
れ
た
御
所
、
街
中
の
桜

や
山
々
の
紅
葉
な
ど
自
然
豊
か
な
イ
メ

ー
ジ
も
強
く
、
美
し
い
四
季
を
感
じ
る

た
め
に
京
都
を
訪
れ
る
人
も
少
な
く
な

い
ほ
ど
京
都
の
街
並
み
の
中
に
は
多
く

の
自
然
が
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。ま
た
、

京
都
で
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
も
、
五

山
の
送
り
火
や
鴨
川
の
納
涼
床
な
ど
の

行
事
だ
け
で
な
く
、
季
節
ご
と
の
和
菓

子
が
あ
っ
た
り
町
家
の
部
屋
か
ら
坪
庭

が
眺
め
ら
れ
た
り
な
ど
、
四
季
や
自
然

は
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
と
て
も
身
近
な

存
在
で
す
。
そ
う
し
た
自
然
は
町
家
や

お
寺
の
庭
か
ら
、
御
所
、
鴨
川
、
五
山

の
山
々
な
ど
様
々
な
ス
ケ
ー
ル
の
も
の

が
あ
り
、
ま
た
自
然
と
生
活
は
隣
り
あ

わ
せ
で
あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

京
都
の
街
に
溶
け
込
ん
で
い
る
こ
れ

ら
の
自
然
に
は
、
同
じ
山
々
や
川
で
も

田
園
地
方
の
自
然
の
も
つ
よ
う
な
雄
大

さ
や
野
性
を
不
思
議
と
あ
ま
り
感
じ
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
は
人
々
の
日

常
生
活
の
中
に
人
工
的
に
非
日
常
の
風

景
を
も
た
ら
し
て
き
た
よ
う
な
、
京
都

の
街
特
有
の
風
情
や
幽
玄
さ
を
感
じ
ま

す
。

京
都
の
日
常
生
活
に
お
い
て
と
て
も

身
近
な
鴨
川
や
御
所
。
こ
れ
ら
の
自
然

は
街
の
中
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
鴨
川

か
ら
は
陽
気
の
良
い
日
中
の
ほ
の
ぼ
の

と
し
た
姿
や
、
夜
が
深
い
と
き
の
妖
し

い
雰
囲
気
、
ま
た
は
朝
の
霧
が
か
っ
た

幽
玄
な
姿
な
ど
、
見
る
時
間
や
人
に
よ

っ
て
様
々
な
姿
を
感
じ
ま
す
。
御
所
も

一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
ま
る
で
時

が
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
、
街
の
中
に

あ
る
の
に
平
安
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
し
た
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
寺
院
の
枯
山
水
庭
や
別
荘

な
ど
の
池
泉
式
庭
園
も
日
常
の
中
の
非

日
常
を
庭
と
い
う
か
た
ち
で
現
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
を
見
た
り
そ
の
中
に
入
っ

た
り
す
る
と
、
現
実
の
時
間
の
流
れ
に

逆
ら
う
か
の
よ
う
に
、
何
に
も
捉
わ
れ

な
い
時
間
軸
の
中
で
人
生
に
つ
い
て
考

え
た
り
、
瞑
想
し
た
り
、
現
実
世
界
か

ら
少
し
離
れ
て
心
が
落
ち
着
い
た
り
す

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。町
家
の
坪
庭
も
、

日
常
と
い
う
現
実
の
中
に
つ
い
忘
れ
が

ち
な
四
季
の
自
然
を
生
活
に
取
り
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
を
豊
か
に
し

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ら
の
日
常
に
取
り
込
ま
れ
て
い

る
自
然
は
ど
れ
も
人
に
よ
っ
て
つ
く
り

出
さ
れ
て
管
理
さ
れ
た
自
然
で
す
。
そ

の
ま
ま
の
自
然
で
は
な
く
て
、
あ
る
意

味
都
合
の
良
い
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ

た
人
工
的
な
自
然
だ
か
ら
こ
そ
、
日
常

生
活
の
中
に
溶
け
込
み
、
時
代
が
変
わ

っ
て
も
日
常
の
中
の
非
日
常
と
し
て
機

能
し
続
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

内
の
自
然

（一社
）京都

府建築
士会
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外
の
自
然

都
が
京
都
に
遷
都
さ
れ
る
以
前
か

ら
、
北
白
川
や
洛
西
地
域
な
ど
の
平
安

京
周
辺
部
に
は
既
に
畑
作
や
稲
作
な
ど

の
生
産
基
盤
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

の
頃
は
、
食
料
採
取
や
生
命
維
持
の
た

め
に
自
然
と
共
生
し
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
平
安
京
遷
都
の
際
に
、
四
神
相
応

の
地
と
し
て
周
辺
の
山
や
川
や
池
な
ど

と
い
っ
た
自
然
を
根
拠
に
こ
の
場
所
が

都
と
し
て
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
風
水
以

外
に
も
、
都
の
場
所
が
農
地
に
適
さ
な

か
っ
た
た
め
伐
採
さ
れ
ず
に
い
た
木
を

造
営
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
り
、

都
を
囲
む
地
域
か
ら
農
作
物
や
薪
な
ど

が
運
ば
れ
、
そ
の
帰
り
に
大
量
の
糞
尿

を
堆
肥
と
し
て
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き

た
り
、
都
市
機
能
で
重
要
な
点
と
な
る

葬
送
の
場
所
と
し
て
の
川
が
あ
っ
た
り

し
た
こ
と
な
ど
も
、
こ
の
場
所
が
都
と

し
て
合
理
的
だ
っ
た
の
だ
と
い
え
そ
う

で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
京
都
の
街
は
風
水
に

よ
る
自
然
と
の
位
置
関
係
と
、
都
市
機

能
を
満
た
す
た
め
の
合
理
的
な
自
然
と

の
関
わ
り
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
つ
ま
り
、
京
都
は
精
神
的
に
も
物

理
的
に
も
周
囲
の
自
然
に
支
え
ら
れ
た

場
所
だ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
都
は
元
々
、
天
皇
や
公
家
が
住

む
「
内
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
と
一
般
の

生
活
地
で
あ
る
「
里
」
と
呼
ば
れ
る
地

域
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
の
周
辺
に
皇

族
が
狩
り
に
出
て
神
々
と
交
信
す
る

「
野
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
、
さ
ら
に
そ

の
外
側
に
神
々
の
領
域
で
あ
る
「
山
」

が
あ
り
ま
し
た
（
図
１
）。
当
初
、
平

安
京
で
は
主
に
内
と
里
が
日
常
の
場

（
都
市
）
と
な
り
、
野
と
山
が
そ
の
生

活
を
支
え
る
生
、
死
、
神
な
ど
と
い
っ

た
非
日
常
の
場
（
自
然
）
と
し
て
計
画

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
早
い
段
階
か
ら

野
に
居
住
地
が
広
が
り
、
近
年
で
は
火

葬
場
や
ゴ
ミ
処
理
施
設
が
山
の
中
に
建

設
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

1
9
8
9
年
生
ま
れ　

ラ
ジ
オ
局
で
番
組
の
企
画
、
編
成
に
携
わ
る

傍
ら
、現
代
に
お
け
る
伝
統
産
業
の
あ
り
方
の
再
発
見
に
取
り
組
む

さ
か
き
・
じ
ゅ
り

1
9
7
8
年
生
ま
れ　

建
築
設
計
事
務
所
、
写
真
事
務
所
を
主
宰
す

る
傍
ら
、大
学
等
で
非
常
勤
講
師
を
務
め
る

い
け
い
・
た
け
し

非日常に支えられる日常

京
都
の
人
々
は
、
日
常
生
活
を
送
る

都
市
の
内
側
に
寺
院
の
枯
山
水
庭
や
町

家
の
坪
庭
、御
所
な
ど
、人
工
的
な
「
内

の
自
然
」
を
非
日
常
と
し
て
取
り
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
日
常
生
活
を
豊
か
に
し

て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
そ
の
京
都
の

日
常
生
活
は
都
市
域
を
囲
む
「
外
の
自

然
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
も
の

で
も
あ
り
、
そ
の
自
然
は
都
市
に
住
む

人
々
に
と
っ
て
は
非
日
常
空
間
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
京
都
は

内
の
自
然
に
日
常
の
中
の
非
日
常
を
見

出
し
つ
つ
、
非
日
常
で
あ
る
外
の
自
然

に
日
常
を
支
え
ら
れ
て
き
た
と
も
い
え

そ
う
で
す
。

日
々
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
日
常
の

空
間
を
広
い
世
界
と
し
て
認
識
し
、
そ

の
中
で
ふ
と
し
た
瞬
間
に
非
日
常
の
空

間
を
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す

が
、
実
は
元
々
よ
り
広
く
存
在
す
る
世

界
は
自
然
と
い
う
非
日
常
の
空
間
で
あ

り
、
我
々
人
間
は
そ
の
中
に
小
さ
な
日

常
空
間
を
つ
く
り
だ
し
て
生
活
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
京
都
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を

構
造
的
に
体
現
し
て
い
る
都
市
で
あ

り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
ふ
と
遠
く
に

目
を
や
っ
た
瞬
間
に
そ
う
し
た
非
日
常

空
間
で
あ
る
外
の
自
然
を
絶
妙
の
距
離

感
を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
る
都
市
で
あ
る

よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

さと
（里）

うち
（内） の

（野）

やま
（山）

非日常

日常

社寺

非日常

地蔵

日常

鳥居

非日常

日常

非日常

提灯

石碑 違う時代
日常

非日常

墓地
日常

非日常

梵鐘の音

日常

日常 ?

非日常

自然

日常→非日常 ?

非日常→日常？

非日常

図1　うちーさとーのーやま

●
参
考
文
献
／
髙
田
研
一（
2
0
1
5
）「
京
都
三
山
と
里
山
の
実
像
」、『
心
の
未
来
』第
14
号
、京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー （一社

）京都
府建築

士会
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こ
れ
ま
で
６
回
に
わ
た
っ
て
「
ほ
こ

ら
・
お
地
蔵
さ
ん
」「
鳥
居
」「
梵
鐘
」

「
提
灯
」「
石
碑
・
墓
」「
自
然
」
を
採

り
上
げ
て
き
た
。
い
ず
れ
も
京
都
の
日

常
に
お
い
て
ご
く
自
然
に
み
か
け
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
な
に
か

我
々
を
非
日
常
の
世
界
に
い
ざ
な
う

よ
う
な
不
思
議
さ
を
併
せ
持
っ
て
も

い
る
。

日
常
世
界
か
ら
非
日
常
な
世
界
に
移

動
し
て
仏
や
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
よ
う

な
寺
社
と
は
異
な
り
、
お
地
蔵
さ
ん
を

祀
る
祠
堂
は
日
常
の
世
界
に
あ
る
。
日

常
に
お
い
て
お
地
蔵
さ
ん
に
ふ
れ
た
と

き
、
ふ
と
こ
こ
が
非
日
常
の
世
界
で
あ

る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

闇
は
非
日
常
で
あ
る
。
闇
で
あ
る
か

ぎ
り
何
も
見
え
な
い
。
照
明
は
闇
を
明

る
く
し
て
闇
を
消
し
さ
る
。
ぼ
わ
っ
と

し
つ
つ
ゆ
ら
め
く
よ
う
な
提
灯
の
灯
り

は
闇
を
み
せ
て
く
れ
る
。
提
灯
は
道
標

が
ご
と
く
私
と
非
日
常
と
を
繋
い
で
く

れ
る
。

石
碑
に
ふ
れ
る
こ
と
で
今
と
は
ま
た

別
の
時
代
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
実

感
し
つ
つ
、
自
分
の
い
る
こ
の
日
常
世

界
は
、
今
と
は
異
な
る
時
代
も
含
ん
だ

時
間
を
超
越
し
た
非
日
常
の
な
か
に
あ

る
よ
う
に
感
じ
る
。
日
常
の
世
界
の
な

か
に
埋
没
し
た
よ
う
な
墓
地
に
ふ
と
迷

い
こ
ん
だ
と
き
、
そ
こ
は
さ
ま
ざ
ま
な

時
間
が
堆
積
し
た
時
間
を
超
越
し
た
よ

う
な
非
日
常
な
世
界
に
感
じ
る
。

以
上
の
よ
う
に
日
常
の
な
か
に
感
じ

る
非
日
常
と
い
っ
て
も
、
非
日
常
世
界

を
感
じ
さ
せ
る
構
造
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
。
そ
し
て
日
常
と
非
日
常
と
い
う
の

は
絶
対
的
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。今
、

自
分
が
あ
る
世
界
が
日
常
で
あ
り
、
そ

れ
と
は
別
の
世
界
を
感
じ
た
と
き
の
そ

の
別
の
世
界
が
非
日
常
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
非
日
常
の
世
界
に

身
を
置
い
た
と
き
、
そ
こ
が
日
常
に
も

な
り
う
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
日
常
と

非
日
常
を
区
別
す
る
境
界
線
を
乗
り
越

え
た
と
き
、
そ
こ
に
新
た
な
世
界
が
拓

か
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

（
魚
谷
繁
礼
）

非
日
常
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り

日
常
や
非
日
常
と
い
っ
た
こ
と
は
表
裏

一
体
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

日
常
生
活
の
舞
台
で
あ
る
都
市
の
な

か
に
つ
く
ら
れ
た
坪
庭
の
よ
う
な
人
工

的
な
内
の
自
然
に
非
日
常
を
感
じ
つ

つ
、
そ
の
よ
う
な
都
市
の
周
り
に
は

山
々
と
い
う
非
日
常
的
か
つ
非
人
工
的

な
外
の
自
然
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を

思
い
出
す
。
し
か
し
実
は
非
人
工
的
な

外
の
自
然
こ
そ
が
日
常
で
、
そ
の
な
か

に
つ
く
ら
れ
た
人
工
的
な
都
市
の
方
が

鳥
居
の
向
こ
う
で
な
に
か
別
の
次
元
の

非
日
常
な
世
界
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
る
。

日
常
世
界
に
あ
っ
て
ふ
と
梵
鐘
の
音

に
晒
さ
れ
る
と
、
急
に
自
分
の
い
る
こ

の
場
所
が
何
か
非
日
常
な
場
所
に
感
じ

る
。
梵
鐘
の
音
が
余
韻
を
残
し
つ
つ
消

え
た
の
ち
、
ぱ
た
っ
と
日
常
の
世
界
に

戻
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
は
そ
れ
ま

で
の
梵
鐘
の
音
に
晒
さ
れ
る
以
前
の
日

常
世
界
と
は
ど
こ
か
違
う
世
界
の
よ
う

に
感
じ
る
。

鳥
居
は
日
常
世
界
と
非
日
常
の
世
界

と
の
間
に
あ
っ
て
そ
の
境
界
を
指
し
示

す
。
し
か
し
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か
に
あ
る
鳥
居
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日
常
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
の

さと
（里）

うち
（内） の

（野）

やま
（山）

非日常

日常

社寺

非日常

地蔵

日常

鳥居

非日常

日常

非日常

提灯

石碑 違う時代
日常

非日常

墓地
日常

非日常

梵鐘の音

日常

日常 ?

非日常

自然

日常→非日常 ?

非日常→日常？

非日常

さと
（里）

うち
（内） の

（野）

やま
（山）

非日常

日常

社寺

非日常

地蔵

日常

鳥居

非日常

日常

非日常

提灯

石碑 違う時代
日常

非日常

墓地
日常

非日常

梵鐘の音

日常

日常 ?

非日常

自然

日常→非日常 ?

非日常→日常？

非日常

さと
（里）

うち
（内） の

（野）

やま
（山）

非日常

日常

社寺

非日常

地蔵

日常

鳥居

非日常

日常

非日常

提灯

石碑 違う時代
日常

非日常

墓地
日常

非日常

梵鐘の音

日常

日常 ?

非日常

自然

日常→非日常 ?

非日常→日常？

非日常

さと
（里）

うち
（内） の

（野）

やま
（山）

非日常

日常

社寺

非日常

地蔵

日常

鳥居

非日常

日常

非日常

提灯

石碑 違う時代
日常

非日常

墓地
日常

非日常

梵鐘の音

日常

日常 ?

非日常

自然

日常→非日常 ?

非日常→日常？

非日常

さと
（里）

うち
（内） の

（野）

やま
（山）

非日常

日常

社寺

非日常

地蔵

日常

鳥居

非日常

日常

非日常

提灯

石碑 違う時代
日常

非日常

墓地
日常

非日常

梵鐘の音

日常

日常 ?

非日常

自然

日常→非日常 ?

非日常→日常？

非日常
さと

（里）

うち
（内） の

（野）

やま
（山）

非日常

日常

社寺

非日常

地蔵

日常

鳥居

非日常

日常

非日常

提灯

石碑 違う時代
日常

非日常

墓地
日常

非日常

梵鐘の音

日常

日常 ?

非日常

自然

日常→非日常 ?

非日常→日常？

非日常

さと
（里）

うち
（内） の

（野）

やま
（山）

非日常

日常

社寺

非日常

地蔵

日常

鳥居

非日常

日常

非日常

提灯

石碑 違う時代
日常

非日常

墓地
日常

非日常

梵鐘の音

日常

日常 ?

非日常

自然

日常→非日常 ?

非日常→日常？

非日常

さと
（里）

うち
（内） の

（野）

やま
（山）

非日常

日常

社寺

非日常

地蔵

日常

鳥居

非日常

日常

非日常

提灯

石碑 違う時代
日常

非日常

墓地
日常

非日常

梵鐘の音

日常

日常 ?

非日常

自然

日常→非日常 ?

非日常→日常？

非日常

（一社
）京都

府建築
士会




